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（
1
）
 
 

我
れ
に
あ
ら
ず
し
て
汝
に
あ
り
 
 

（
2
）
 
 

（
明
治
二
十
五
年
一
月
、
こ
は
暗
に
某
批
評
家
の
嘲
難
に
答
へ
し
文
な
り
。
）
 
 

プ
ソ
モ
ソ
セ
ン
ス
 
 
 

常
識
無
き
小
理
想
家
の
多
き
ほ
ど
厄
介
な
る
も
の
は
無
し
。
実
際
の
事
に
疎
き
空
論
家
の
増
加
す
る
は
、
文
学
の
為
に
も
憂
ふ
べ
 
 

、
・
㍉
 
 

く
し
て
書
ぷ
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
。
方
今
の
文
壇
を
観
る
に
、
我
が
方
寸
の
小
宇
宙
に
の
み
彷
復
し
て
、
方
十
里
内
の
実
際
を
だ
に
 
 

も
全
く
知
ら
ざ
る
が
如
き
人
少
な
か
ら
ず
。
さ
る
人
々
は
、
我
が
恩
ふ
所
の
み
を
正
し
と
し
て
、
他
の
謂
ふ
所
を
悉
く
斥
け
、
そ
が
 
 

小
理
想
を
尺
度
と
し
て
、
此
の
大
世
界
の
事
を
も
裁
断
せ
ん
と
企
つ
る
な
り
。
偏
見
家
、
小
理
想
家
な
ど
と
い
ふ
も
の
走
れ
な
り
。
 
 

彼
等
は
我
れ
あ
る
こ
と
を
知
れ
ど
も
、
殆
ど
他
あ
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
故
に
、
そ
が
平
生
の
行
ひ
、
恰
も
巨
人
島
に
わ
た
ら
ぬ
ガ
リ
 
 

（
4
）
 
 

グ
ー
の
如
く
、
未
だ
ガ
リ
グ
ー
を
見
ぎ
る
リ
リ
ビ
ュ
ー
シ
ャ
ン
の
如
く
、
賽
を
抱
き
な
が
ら
臭
き
こ
と
を
知
ら
ず
、
古
井
の
底
に
棲
 
 

み
な
が
ら
、
天
の
狭
き
を
笑
ふ
。
此
の
故
に
、
小
我
慢
の
戦
ひ
止
む
時
な
し
。
競
争
は
人
間
発
達
の
大
親
閲
な
り
と
は
い
ひ
な
が
ら
、
 
 

‥
1
∴
 
 

か
ゝ
る
人
人
が
小
乱
轢
の
止
ま
ぬ
間
は
、
文
壇
ほ
常
に
麻
の
如
く
な
る
べ
し
。
吾
人
こ
九
を
敷
き
、
固
よ
り
其
の
任
に
あ
ら
ぬ
を
知
 
 

れ
ど
も
、
徴
表
の
禁
じ
が
た
き
由
あ
り
て
、
此
の
『
早
稲
田
文
学
』
の
巻
末
に
、
「
時
文
評
論
」
 
の
欄
を
設
け
、
こ
れ
ら
方
寸
の
宇
 
 

宙
に
棲
息
し
て
、
竃
も
其
の
以
外
を
知
ら
ざ
る
人
に
、
せ
め
て
も
万
古
里
の
現
実
を
見
せ
て
偏
見
の
弊
を
少
う
せ
ん
と
企
図
す
。
書
 
 

，
，
，
、
，
、
（
6
）
 
 

人
が
事
実
の
報
道
を
先
き
と
し
て
、
必
ず
し
も
評
論
を
旨
と
せ
ざ
る
ほ
、
是
れ
が
為
な
り
。
空
理
を
後
に
し
て
、
現
実
を
発
き
に
し
、
 
 

「
，
▼
 
差
別
見
を
棄
て
ゝ
平
等
見
を
取
り
、
普
く
実
相
を
網
羅
し
来
り
て
、
明
治
文
学
の
未
来
に
関
す
る
大
帰
納
の
素
材
を
供
せ
ん
と
す
る
 
 
 

没
理
想
論
争
注
釈
稿
（
二
）
 
 

坂
 
井
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も
亦
た
此
の
故
な
り
。
吾
人
が
故
意
こ
ゝ
に
あ
り
。
読
者
よ
、
時
文
評
論
の
第
何
十
頁
に
明
治
文
学
の
括
機
が
現
れ
た
る
か
と
詰
問
 
 

「
、
⊥
 
 

す
る
こ
と
を
休
め
よ
。
活
機
の
在
香
ほ
我
が
評
論
の
紙
上
に
あ
ら
ず
し
て
汝
が
公
平
な
る
限
中
に
あ
る
べ
し
。
「
時
文
評
論
」
の
第
 
 

何
詩
に
、
明
治
文
学
大
帰
一
、
大
調
和
の
策
あ
る
ぞ
と
問
ふ
こ
と
勿
れ
。
其
の
大
帰
一
の
無
上
の
良
策
は
、
我
が
文
章
の
上
に
は
あ
 
 

、
J
■
 
 

ら
ず
し
て
、
汝
が
没
理
想
の
心
中
に
こ
そ
あ
る
べ
け
れ
。
乞
ふ
、
他
の
方
寸
の
世
界
に
、
絢
拝
せ
る
人
よ
。
虚
心
平
気
『
早
稲
田
文
 
 

学
』
の
出
づ
る
毎
に
、
文
字
の
無
味
淡
泊
、
平
々
凡
々
た
る
を
忍
び
て
、
「
時
文
評
論
」
な
る
蔑
項
の
記
事
を
読
め
、
二
、
三
、
四
、
 
 

五
誇
を
重
ね
て
、
汝
が
心
、
寸
許
広
く
、
十
数
篇
を
重
ね
て
、
汝
が
心
、
ま
た
尺
許
広
く
な
る
こ
と
あ
る
べ
し
。
是
れ
薬
の
効
能
に
 
 

し
て
、
明
治
文
学
の
活
撥
が
汝
の
肺
肝
に
銘
じ
っ
ゝ
あ
る
の
証
拠
な
り
。
我
が
「
時
文
評
論
」
 
は
劇
薬
に
は
あ
ら
ず
、
持
薬
な
り
、
 
 

其
の
効
能
の
徐
々
た
る
べ
き
は
、
そ
が
持
前
の
自
然
な
り
。
吾
人
の
本
願
は
、
大
帰
納
の
素
材
を
供
せ
ん
と
す
る
に
あ
り
、
小
理
想
 
 

】
脈
【
 
 

を
も
て
演
釈
せ
る
空
漠
た
る
理
論
を
語
ら
ん
と
に
は
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
、
吾
人
は
今
後
と
い
ふ
と
も
、
敢
て
独
断
家
を
も
て
居
ら
ん
 
 

と
は
せ
ず
、
寧
ろ
常
識
の
報
道
者
を
も
て
自
ら
任
ぜ
ん
と
す
べ
し
。
表
面
は
尋
常
の
雑
誌
氏
と
な
り
て
、
裏
面
に
暗
に
批
判
家
た
ら
 
 

ん
と
力
む
べ
し
。
博
識
卓
見
の
学
者
は
、
世
間
に
其
の
人
い
と
多
か
り
、
仏
人
、
独
人
の
長
ず
る
所
は
、
吾
人
之
れ
を
悉
く
彼
の
人
 
 

、
〓
、
 
 

々
に
委
ね
去
り
て
、
み
づ
か
ら
は
詩
々
と
し
て
現
実
の
報
道
を
旨
と
し
、
偏
へ
に
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ソ
の
著
実
な
る
常
見
を
師
と
 
 

な
す
べ
し
。
是
れ
吾
人
の
本
旨
な
り
。
読
者
、
希
は
く
は
比
の
意
を
諒
し
て
、
吾
人
の
評
論
の
評
論
な
ら
ざ
る
所
に
、
評
論
な
る
べ
 
 

（
1
2
）
 
 

き
所
以
の
存
す
る
を
知
り
、
其
の
無
効
能
な
る
が
如
き
所
に
、
冥
々
の
効
能
あ
る
べ
き
を
知
れ
か
し
。
 
 

（
1
）
 
我
れ
に
あ
ら
ず
し
て
汝
に
あ
り
・
『
早
稲
田
文
学
』
三
号
（
明
治
二
四
年
一
一
月
）
「
時
文
評
論
」
冒
頭
に
掲
載
。
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
脚
本
 
 

評
釈
緒
言
」
に
「
全
体
の
解
釈
は
、
読
者
み
づ
か
ら
之
れ
を
な
せ
。
」
と
あ
る
が
、
本
文
は
、
こ
の
主
張
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
題
名
も
こ
 
 

れ
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
文
中
「
（
明
治
文
学
）
大
帰
一
の
無
上
の
良
策
は
、
我
が
文
章
の
上
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
汝
が
没
理
想
の
心
中
 
 

に
こ
そ
あ
る
べ
け
れ
。
」
 
の
l
文
は
、
こ
の
主
張
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
。
前
稿
3
4
頁
の
注
（
5
1
）
参
照
。
 
 

（
2
）
 
（
明
治
二
十
五
年
一
月
、
こ
は
暗
に
某
批
評
衰
の
嘲
難
に
答
へ
し
文
な
り
。
）
・
「
明
治
二
十
五
年
一
月
」
と
あ
る
が
、
実
際
の
発
表
年
月
と
食
 
 

い
違
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
傍
記
ほ
、
道
連
選
集
に
は
あ
る
が
、
初
出
に
は
な
い
の
で
、
竹
盛
天
雄
「
没
理
想
論
争
と
そ
の
余
焙
」
（
『
近
 
 

代
文
学
の
争
点
 
近
代
編
』
昭
和
四
四
年
、
明
治
書
院
）
の
、
「
（
鴎
外
は
）
＜
某
批
評
家
∨
と
は
自
分
へ
の
て
あ
こ
す
り
で
は
な
い
か
、
と
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深
読
み
を
し
た
ふ
し
が
見
ら
れ
な
く
も
な
い
。
」
と
い
っ
た
見
方
は
成
り
立
た
な
い
。
単
に
、
鴎
外
は
本
文
の
内
容
に
自
己
に
対
す
る
批
判
 
 

を
感
じ
、
そ
の
結
果
、
「
早
稲
田
文
学
の
没
理
想
」
を
執
筆
し
た
と
す
る
見
解
 
（
磯
貝
英
夫
「
鴎
外
の
文
学
評
論
 
通
鴎
論
争
を
中
心
に
」
 
 

（
『
森
廃
外
必
携
』
学
燈
社
、
昭
和
四
三
年
二
月
）
 
に
「
追
邁
と
し
て
は
、
日
ご
ろ
の
実
感
の
素
直
な
表
白
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
鴎
外
は
、
 
 

こ
れ
を
自
分
へ
の
間
接
な
挑
戦
と
し
て
う
け
と
っ
た
気
配
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
か
れ
は
、
た
だ
ち
に
筆
を
と
っ
て
論
駁
し
」
云
々
と
あ
る
J
 
 

に
従
い
た
い
。
 
 

本
文
に
対
す
る
鴎
外
の
反
応
は
と
も
か
く
、
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
脚
本
評
釈
緒
言
」
以
降
、
本
文
の
発
表
ま
で
の
間
、
臨
外
は
道
連
に
対
 
 

し
て
の
批
判
め
い
た
記
事
を
書
い
て
は
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
迫
造
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
批
判
（
本
文
に
「
読
者
よ
、
時
文
評
論
の
第
何
 
 

十
貢
に
明
治
文
学
の
酒
機
が
現
れ
た
る
か
と
詰
問
す
る
こ
と
を
休
め
よ
。
」
、
「
「
時
文
評
論
」
 
の
第
何
篇
に
明
治
文
学
大
帰
一
、
大
調
和
の
策
 
 

が
あ
る
ぞ
と
間
ふ
こ
と
勿
れ
」
と
あ
る
。
）
 
は
、
鴎
外
以
外
の
批
評
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 

た
だ
し
、
法
外
は
、
「
早
稲
田
文
学
の
没
理
構
」
（
『
柵
草
子
』
明
治
二
四
年
一
二
月
）
 
に
「
明
治
文
学
の
活
機
を
悟
り
、
以
て
明
治
文
学
 
 

一
大
調
和
の
策
を
立
て
よ
」
と
「
載
れ
に
あ
ら
ず
し
て
故
に
あ
り
」
 
の
一
節
を
引
き
、
「
付
記
 
其
言
を
取
ら
ず
」
 
（
『
冊
草
子
』
同
前
）
 
で
 
 

「
理
を
韻
ず
る
を
聞
く
こ
と
だ
に
能
は
ぎ
る
世
の
昧
者
に
、
成
心
あ
ら
せ
じ
と
観
ひ
て
、
唯
実
を
記
し
た
る
の
み
を
見
て
悟
れ
と
い
は
む
は
、
 
 

お
そ
ら
く
は
難
題
な
ら
む
。
」
と
難
じ
て
お
り
、
こ
れ
が
本
文
の
内
容
に
対
応
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
後
に
追
 
 

造
が
誤
っ
て
つ
け
た
「
明
治
二
五
年
一
月
」
と
い
う
日
付
か
ら
見
て
、
道
連
自
身
が
、
竹
盛
氏
の
い
う
よ
う
な
勘
違
い
を
し
て
い
た
、
と
い
 
 

う
こ
と
も
、
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
 
 

（
3
）
 
常
識
簸
き
小
憩
想
喪
…
…
喜
ぶ
ペ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
・
偏
見
や
好
意
に
よ
る
勝
手
な
批
評
の
弊
害
に
つ
い
て
は
、
追
造
は
早
く
か
ら
批
判
し
 
 

て
い
た
。
「
批
評
の
標
準
」
（
『
中
央
学
術
雑
誌
』
五
八
号
、
明
治
二
〇
年
九
月
）
に
、
「
我
国
今
日
の
批
評
学
ハ
（
中
略
）
幼
稚
な
る
批
評
学
と
 
 

い
ハ
ざ
る
を
得
ず
英
名
ハ
批
評
な
り
と
い
ふ
と
錐
も
其
実
妄
批
た
る
に
過
ぎ
ぎ
る
な
り
（
中
略
）
批
評
に
し
て
其
正
鵠
を
得
ず
、
妄
に
善
著
 
 

述
を
難
駁
し
若
く
ハ
悪
著
述
を
称
揚
す
る
等
の
事
あ
ら
ん
に
ハ
前
途
の
文
学
を
害
す
る
事
実
ハ
小
少
に
あ
ら
ざ
る
べ
け
れ
ば
な
り
。
（
中
略
）
 
 

今
の
所
謂
批
評
ハ
な
か
／
＼
正
当
の
判
断
と
ハ
ま
ゐ
ら
ず
多
く
ハ
批
評
家
の
独
断
（
ド
グ
マ
）
 
に
基
き
若
し
く
ハ
感
情
（
好
嫌
ひ
）
 
に
拠
る
 
 

者
の
み
な
り
。
」
と
あ
る
。
な
お
、
「
実
際
の
こ
と
に
疎
き
空
論
家
」
と
い
う
語
に
は
、
実
作
に
携
わ
ら
ず
、
評
論
の
み
を
行
な
う
批
評
家
に
 
 

対
す
る
批
判
意
識
が
う
か
が
え
る
。
似
た
よ
う
な
意
識
は
鴎
外
に
も
見
ら
れ
、
「
道
連
子
の
新
作
十
二
番
中
既
発
四
番
合
評
、
梅
花
詞
集
評
 
 

及
梓
神
子
」
（
『
柵
草
子
』
明
治
二
四
年
九
月
）
で
、
石
橋
忍
月
・
内
田
魯
庵
・
野
口
寧
請
と
追
造
・
露
伴
を
対
置
し
て
、
「
ひ
と
り
は
嘗
て
 
 

詩
人
た
り
し
人
に
て
、
ひ
と
り
は
今
な
ほ
詩
人
た
る
人
に
し
あ
れ
は
、
い
づ
れ
も
阿
堵
中
の
昧
え
（
注
 
創
作
の
機
微
）
も
知
ら
ざ
る
葦
と
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文
学
』
は
公
平
な
る
報
道
者
を
も
て
自
ら
任
ぜ
ん
と
す
」
と
あ
る
。
狭
い
見
地
か
ら
、
い
た
ず
ら
に
批
評
を
す
る
前
に
、
ま
ず
十
分
な
材
料
 
 

を
そ
ろ
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 

（
7
）
 
明
治
文
学
の
未
来
に
関
す
る
大
帰
納
の
素
材
を
供
せ
ん
と
す
る
・
独
断
的
な
批
評
を
す
る
の
で
な
く
、
「
記
実
」
（
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
 
 

す
こ
と
）
に
よ
っ
て
、
読
者
に
対
し
て
「
大
帰
納
の
素
材
」
を
捉
供
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
『
早
稲
田
文
学
』
の
目
的
だ
、
と
い
う
遭
遇
の
 
 

主
張
で
あ
る
。
だ
が
、
後
に
窓
外
の
「
迫
遺
子
が
記
実
の
文
を
読
む
に
は
、
大
帰
納
力
を
具
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
」
 
（
「
早
稲
田
文
学
の
没
理
 
 

想
」
（
『
柵
草
子
』
明
治
二
四
年
〓
一
月
）
と
い
う
批
判
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

読
者
よ
、
時
文
評
論
第
何
十
頁
に
明
治
文
学
の
活
機
が
現
わ
れ
た
る
か
と
詰
問
す
る
こ
と
を
休
め
よ
・
追
造
は
、
独
断
的
な
批
評
を
読
者
に
 
 

押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
、
読
者
が
判
断
す
る
た
め
の
材
料
を
提
供
す
る
の
が
意
図
な
の
で
、
「
時
文
評
論
」
そ
の
も
の
に
「
明
治
文
学
の
 
 

活
機
」
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
知
識
を
増
し
、
徐
々
に
読
者
自
身
が
つ
か
ん
で
ゆ
く
べ
き
だ
、
と
主
張
し
た
 
 

の
だ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
姿
勢
に
反
発
し
た
の
は
、
鴎
外
だ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
 
 
 

斎
藤
緑
雨
は
『
国
会
』
（
明
治
二
四
年
一
〇
月
二
八
日
）
で
「
（
前
略
）
 
『
早
稲
田
文
学
』
と
称
す
る
由
の
、
明
治
文
学
全
体
に
関
す
る
雑
 
 

誌
出
で
た
り
勇
ま
し
の
お
ん
事
や
（
中
略
）
時
文
評
論
は
明
治
文
学
に
関
係
あ
る
百
般
の
事
実
を
報
道
し
至
公
至
平
の
評
論
を
加
ふ
る
も
の
 
 

と
か
初
号
は
多
く
「
過
来
し
方
」
に
就
て
云
は
れ
た
れ
ば
左
迄
薪
な
る
評
論
を
見
ざ
れ
ど
も
思
ふ
に
編
者
は
噸
を
逮
ふ
て
近
き
に
評
じ
到
ら
 
 

ん
と
す
る
も
の
な
る
べ
け
れ
は
や
が
て
二
号
、
三
号
に
及
び
て
所
謂
「
活
機
の
存
す
る
所
」
を
明
ら
か
に
せ
ら
る
ゝ
な
る
べ
し
（
中
略
）
今
 
 

は
先
づ
其
労
を
謝
し
其
誕
生
を
賀
し
併
せ
て
永
く
文
壇
を
益
せ
ん
こ
と
を
望
む
ま
で
な
り
何
と
な
れ
ば
予
は
其
評
論
の
よ
き
と
あ
し
き
と
を
 
 

問
は
ず
斯
る
文
学
雑
誌
の
続
々
世
に
あ
ら
は
れ
て
相
互
ひ
に
錬
磨
す
る
間
に
お
の
づ
か
ら
我
文
壇
の
智
讃
の
増
進
す
べ
き
を
信
ず
れ
は
な
り
 
 

慶
す
べ
し
慶
す
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

緑
雨
の
文
章
は
、
「
嘲
棄
」
と
ま
で
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、
手
放
し
で
誉
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
頼
が
か
 
 

く
さ
れ
て
い
る
。
「
勇
ま
し
の
お
ん
事
や
」
、
「
至
公
至
平
の
評
論
」
、
「
慶
す
べ
し
慶
す
べ
し
」
は
明
ら
か
に
皮
肉
だ
し
、
「
其
誕
生
を
賀
し
」
 
 

と
い
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
と
い
う
と
「
其
評
論
の
よ
き
と
あ
し
き
と
を
間
は
ず
」
自
分
は
歓
迎
す
る
と
い
っ
て
い
る
の
だ
。
悪
い
 
 
 

は
、
日
を
同
う
し
て
論
ず
る
べ
か
ら
ざ
ら
む
由
あ
ら
む
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
 
 

リ
リ
ビ
ュ
ー
シ
ャ
ン
÷
ガ
リ
プ
ア
ー
旅
行
記
」
 
の
中
の
小
人
国
リ
リ
バ
ッ
ー
の
住
民
、
 
 

文
壇
は
常
に
麻
の
如
く
な
る
ペ
し
・
麻
が
乱
れ
も
つ
れ
る
よ
う
に
、
文
壇
が
混
乱
し
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。
 
 

吾
人
が
事
実
の
報
道
を
先
き
と
し
て
、
必
ず
し
も
評
論
を
旨
と
せ
ざ
る
は
、
是
れ
が
為
な
り
・
『
早
稲
田
文
学
』
創
刊
号
巻
末
に
「
『
早
稲
田
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二
見
、
誉
め
ち
ぎ
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
戯
文
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
か
、
か
え
っ
て
皮
肉
に
感
じ
ら
れ
よ
う
。
 
 

（
9
）
 
其
の
大
帰
一
の
無
上
の
良
策
は
…
…
汝
が
没
理
想
の
心
中
に
こ
そ
あ
る
ペ
け
れ
・
本
論
の
主
張
だ
が
、
後
に
、
臨
外
か
ら
「
理
を
談
ず
る
こ
 
 

と
だ
に
能
は
ぎ
る
世
の
味
者
に
、
成
心
あ
ら
せ
じ
と
願
ひ
て
、
唯
実
を
記
し
た
る
の
み
を
見
て
悟
れ
と
い
は
む
は
、
お
そ
ら
く
は
難
題
な
ら
 
 

む
。
」
（
「
早
稲
田
文
学
の
没
理
想
」
）
と
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

（
1
0
）
 
敢
て
・
「
決
し
て
」
の
意
味
で
取
り
た
い
。
 
 

（
1
1
）
 
仏
人
、
独
人
の
長
ず
る
所
は
、
吾
人
之
を
悉
く
彼
の
人
々
に
委
ね
去
り
て
・
直
後
に
「
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ソ
の
着
実
な
る
常
見
」
と
あ
る
 
 

よ
う
に
、
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
の
観
念
的
批
評
と
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
的
批
評
を
対
置
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
も
、
鴎
外
の
批
判
を
呼
ぷ
、
 
 

一
つ
の
大
き
な
原
因
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
 
 

2
6
 
（
1
2
）
 
吾
人
の
評
論
な
ら
ざ
る
所
に
・
…
‥
実
々
の
効
能
あ
る
べ
き
を
知
丸
か
し
‥
J
こ
に
も
、
無
な
る
が
ゆ
え
に
有
、
と
い
う
没
理
想
的
論
理
を
見
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

評
論
は
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
の
が
、
追
邁
の
主
張
だ
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
も
皮
肉
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
緑
雨
は
、
創
 
 

刊
号
の
「
時
文
評
論
」
に
は
「
明
治
文
学
の
活
機
」
は
、
少
し
も
現
わ
れ
て
い
な
い
、
も
っ
と
も
、
二
号
、
三
号
に
は
、
明
ら
か
に
す
る
つ
 
 

も
り
な
の
だ
ろ
う
が
、
と
椰
擁
し
て
い
る
の
だ
。
恐
ら
く
、
追
造
ほ
こ
う
し
た
椰
緑
を
念
頭
に
お
い
て
、
本
文
を
草
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
迫
 
 

違
は
「
烏
有
先
生
に
謝
す
」
（
明
治
二
五
年
一
月
）
 
で
も
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
夫
の
記
実
を
重
ん
じ
て
談
理
の
後
に
す
べ
き
を
い
 
 

ふ
や
、
談
理
を
斥
け
ん
と
し
て
し
か
い
ひ
た
る
に
は
あ
ら
ず
、
『
単
相
田
文
学
』
 
〓
一
冊
の
申
に
時
文
の
活
機
勢
を
看
出
だ
さ
ん
と
望
む
も
 
 

の
の
極
め
て
謬
妄
な
る
を
弁
ず
る
と
同
時
に
、
世
の
小
理
想
を
是
れ
よ
ろ
こ
び
竜
も
他
を
顧
み
ざ
る
も
の
を
難
ぜ
し
の
み
ご
 
 
 

他
に
、
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
石
橋
思
案
の
文
章
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
如
何
な
る
魔
風
や
お
気
に
く
は
ぎ
り
け
ん
、
春
廼
屋
の
大
人
 
 

が
、
こ
た
び
「
編
輯
主
任
」
の
銘
打
ツ
た
る
早
稲
田
文
学
は
、
去
る
二
十
五
日
始
め
て
其
首
巻
を
此
世
に
出
現
し
た
り
。
ア
ラ
尊
う
と
・
・
こ
 
 

光
輝
燐
然
四
方
を
射
る
、
僕
も
亦
随
享
の
洞
に
む
せ
ぷ
の
一
人
な
り
、
（
中
略
）
南
無
や
早
稲
田
如
来
像
、
慈
悲
の
眼
を
垂
れ
給
ひ
、
僕
が
 
 

愚
直
を
憐
れ
み
為
に
文
運
長
久
の
お
利
益
を
下
し
賜
ひ
て
よ
！
 
（
中
略
）
哉
申
、
『
時
又
評
論
』
の
…
…
活
機
の
存
す
る
所
を
明
に
し
を
さ
 
 

を
さ
偏
頗
の
弊
を
矯
め
て
彼
の
時
勢
を
察
せ
ず
し
て
徒
に
死
文
に
泥
み
若
く
は
流
行
を
追
く
老
を
掟
醸
せ
ん
と
す
、
読
み
来
ツ
て
恭
き
ま
で
 
 

に
感
奮
し
て
思
は
ず
渦
こ
ぼ
る
1
。
（
中
略
）
此
欄
を
一
読
す
る
も
の
に
は
、
一
目
現
代
我
国
の
文
学
現
象
を
測
知
す
る
事
を
得
ん
、
義
に
 
 

室
て
、
早
稲
田
文
学
の
我
が
文
学
に
功
労
あ
る
事
実
掩
ふ
可
か
ら
ず
、
初
号
に
し
て
斯
の
如
し
二
号
三
号
と
進
み
な
ば
如
何
な
る
処
に
ま
で
 
 

共
感
化
力
を
及
ぼ
さ
ん
、
喜
ぶ
べ
き
哉
。
（
以
下
略
）
」
（
『
読
売
新
聞
』
明
治
二
四
年
一
一
月
一
日
）
 
 



没理想論争注釈稿（2）  

∴
、
＼
 
 

早
稲
田
文
学
の
没
理
想
 
 

、
∵
、
 
 
 

通
達
子
こ
の
頃
記
実
家
と
な
り
て
時
文
評
論
を
作
る
。
時
文
評
論
と
は
早
稲
田
文
学
の
一
欄
に
し
て
、
現
実
を
記
す
る
を
旨
と
す
 
 

（
4
）
 
 

（
3
）
 
 

る
も
の
な
り
。
道
造
子
は
何
故
に
記
実
家
と
な
り
た
る
か
。
日
く
談
理
を
嫌
ひ
て
な
り
。
道
連
子
は
何
故
に
談
理
を
嫌
へ
る
か
。
日
く
 
 

（
5
）
 
 

理
の
実
よ
り
小
な
ら
む
こ
と
を
慮
り
て
な
り
、
理
想
世
界
の
現
実
世
界
よ
り
狭
か
ら
む
こ
と
を
思
議
し
て
な
り
。
そ
の
言
に
い
へ
ら
 
 

く
。
今
の
談
理
家
の
言
ふ
と
こ
ろ
は
空
漠
に
し
て
、
そ
の
見
る
と
こ
ろ
ほ
独
断
に
過
ぎ
ず
。
今
の
談
理
家
は
お
の
く
お
の
が
方
寸
 
 

の
小
宇
宙
に
彷
径
道
連
し
て
、
我
が
思
ふ
と
こ
ろ
の
み
を
正
し
と
し
、
こ
れ
を
尺
度
と
し
て
大
世
界
の
事
を
裁
断
せ
ん
と
す
。
そ
の
 
 

ト
■
 
 

さ
ま
恰
も
未
だ
巨
人
島
に
わ
た
ら
ぬ
ガ
射
列
叫
の
如
く
、
ま
た
未
だ
郡
山
「
列
叫
を
見
ぎ
る
「
リ
リ
ビ
ュ
ウ
シ
ヤ
ソ
」
の
如
く
、
家
 
 

（
7
）
 
 

を
抱
い
て
臭
き
こ
と
を
忘
れ
、
古
井
の
底
に
栖
み
て
天
を
窺
ふ
。
か
1
る
小
理
想
家
の
説
く
と
こ
ろ
何
の
や
く
に
か
立
た
む
と
。
 
 
 

（
1
）
 
早
稲
田
文
学
の
没
理
想
・
通
達
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
脚
本
評
釈
緒
言
」
、
「
我
に
あ
ら
ず
し
て
汝
に
あ
り
」
 
へ
の
批
判
で
あ
る
が
、
特
に
、
後
 
 

者
に
触
発
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。
『
柵
草
子
』
二
七
号
（
明
治
二
四
年
一
二
月
）
掲
載
。
 
 

（
2
）
 
記
実
家
・
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
そ
う
と
す
る
人
。
「
記
実
」
は
「
談
理
」
の
対
。
遣
邁
は
、
偏
っ
た
批
評
を
排
し
、
事
実
の
細
道
に
従
 
 

事
す
る
と
宣
言
し
て
い
た
。
 
 

（
3
）
 
時
文
評
論
と
は
…
…
現
実
を
記
す
る
を
旨
と
す
る
も
の
な
り
・
「
『
早
稲
田
文
学
』
発
行
の
主
意
」
（
創
刊
号
）
 
に
「
『
時
文
評
論
』
の
欄
を
置
 
 

き
て
苛
も
明
治
文
学
に
関
係
あ
る
百
般
の
事
実
を
報
道
し
且
室
公
至
平
な
る
評
論
を
加
へ
て
活
機
の
存
す
る
所
を
明
に
し
を
さ
〈
偏
頗
の
 
 

弊
を
矯
め
て
彼
の
時
勢
を
察
せ
ず
し
て
徒
に
死
文
に
泥
み
若
く
は
流
行
を
追
ふ
者
を
捏
醸
せ
ん
と
す
。
」
と
あ
る
。
 
 

（
4
）
 
談
理
・
理
を
談
ず
る
こ
と
。
議
論
。
「
記
実
」
の
対
。
 
 

（
5
）
 
理
の
実
よ
り
小
な
ら
む
こ
と
を
慮
り
て
な
り
、
理
想
世
界
の
現
実
世
界
よ
り
狭
か
ら
む
こ
と
を
思
護
L
て
な
り
・
遣
造
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
理
」
 
 

を
排
し
、
理
想
世
界
を
段
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
偏
っ
た
「
理
」
、
狭
い
 
「
理
想
」
を
非
難
し
た
だ
け
な
の
だ
が
、
鴎
外
は
、
こ
こ
で
問
題
 
 

を
一
般
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
適
造
は
「
夫
の
記
実
の
重
ん
じ
て
、
談
理
の
後
に
す
べ
き
を
い
ふ
や
、
談
理
を
斥
け
ん
 
 

と
し
て
し
か
い
ひ
た
る
に
は
あ
ら
ず
、
（
中
略
）
世
の
小
理
想
を
是
れ
よ
ろ
こ
び
竃
も
他
を
顧
み
ぎ
る
も
の
を
難
ぜ
し
の
み
。
追
遊
子
不
敏
 
 

な
り
と
錐
も
、
華
々
し
く
実
と
理
と
の
優
劣
を
断
定
せ
ん
や
。
」
（
「
烏
有
先
生
に
謝
す
」
明
治
二
五
年
一
月
）
と
弁
じ
て
い
る
。
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（
6
）
 
リ
リ
ビ
ュ
ウ
シ
ャ
ン
・
『
ガ
リ
ヴ
ア
ー
旅
行
記
』
の
小
人
島
リ
リ
パ
ッ
ト
の
住
人
。
前
出
。
 
 

（
7
）
 
小
理
想
家
・
偏
っ
た
見
方
な
す
る
人
。
直
前
の
比
喩
は
、
す
べ
て
自
己
の
狭
い
考
え
方
に
固
執
し
、
そ
の
誤
り
に
気
付
か
な
い
者
な
例
え
て
 
 

い
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
我
れ
に
あ
ら
ず
し
て
故
に
あ
り
」
に
「
我
が
方
寸
の
小
宇
宙
に
の
み
彷
復
し
て
、
方
十
里
内
の
実
際
を
だ
に
も
 
 

全
く
知
ら
ざ
る
が
如
き
人
少
な
か
ら
ず
、
さ
る
人
々
ほ
、
我
が
思
ふ
所
の
み
を
正
し
と
し
て
、
他
の
謂
ふ
所
を
悉
く
斥
け
、
そ
が
小
理
想
を
 
 

尺
度
と
し
て
、
こ
の
大
世
界
の
事
を
も
裁
断
さ
ん
と
企
つ
る
な
り
ご
と
あ
る
。
 
 

邁
進
子
は
か
く
理
を
談
ず
る
こ
と
を
斥
け
た
り
。
さ
れ
ど
そ
の
理
を
談
ぜ
ぎ
る
は
、
談
ぜ
ざ
る
を
以
て
談
ず
る
な
り
。
そ
の
作
る
 
（
1
）
 
 

と
こ
ろ
の
時
文
評
論
は
評
論
に
あ
ら
ざ
る
評
論
た
ら
む
と
す
。
そ
の
人
を
教
ふ
る
手
段
に
い
は
く
。
我
れ
は
実
を
記
し
て
汝
に
帰
納
 
 

（
2
）
 
 

の
材
を
与
ふ
。
汝
が
限
、
汝
が
心
は
お
の
づ
か
ら
こ
れ
を
帰
納
し
て
、
明
治
文
学
の
活
躁
を
悟
り
、
以
て
明
治
文
学
大
帰
一
大
調
和
 
 

、
、
J
、
 
 

健
 
の
策
を
立
て
よ
。
汝
の
機
を
悟
り
策
を
立
つ
る
こ
と
を
得
る
に
至
る
ほ
、
或
は
遅
か
ら
む
。
そ
は
我
手
段
の
劇
薬
な
ら
ざ
る
た
め
な
 
 

（
4
）
 
 

り
、
持
薬
た
る
た
め
な
り
と
。
 
 

井
 
 

124  

（
1
）
 
さ
れ
ど
そ
の
理
を
談
ぜ
ざ
る
は
…
：
評
論
に
あ
ら
ざ
る
評
論
た
ら
む
と
す
・
無
な
る
が
故
に
有
と
い
う
没
理
想
的
論
理
を
鴎
外
も
こ
こ
で
感
 
 

じ
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
前
述
。
 
 

（
2
）
 
蒙
れ
は
実
を
記
L
て
汝
に
帰
納
の
材
を
与
ふ
・
「
載
れ
に
あ
ら
ず
し
て
汝
に
あ
り
」
に
「
空
理
を
後
に
し
て
、
現
実
を
先
き
に
し
、
差
別
見
 
 

を
棄
て
1
平
等
見
を
取
り
、
普
く
実
現
を
網
羅
し
来
り
て
、
明
治
文
学
の
未
来
に
関
す
る
大
帰
納
の
素
材
を
捷
供
せ
ん
と
す
」
と
あ
る
。
 
 

（
3
）
 
汝
が
眼
、
汝
が
心
は
…
：
・
明
治
文
学
の
活
機
を
悟
り
、
以
て
明
治
文
学
大
帰
一
大
調
和
の
兼
を
立
て
よ
・
「
『
早
稲
由
文
学
』
発
行
の
主
意
」
 
 

（
創
刊
号
）
 
に
「
活
横
の
存
す
る
所
を
明
に
し
」
云
々
と
あ
り
、
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
脚
本
評
釈
緒
言
」
（
同
前
）
 
に
「
若
し
夫
全
体
の
解
釈
 
 

は
、
読
者
み
づ
か
ら
之
れ
を
な
せ
」
と
あ
る
も
の
の
、
「
我
れ
に
あ
ら
ず
し
て
汝
に
あ
り
」
ほ
ど
の
強
い
言
い
方
で
は
な
か
っ
た
。
前
述
し
 
 

た
よ
う
に
、
「
我
に
あ
ら
ず
し
て
故
に
あ
り
」
は
斎
藤
緑
雨
な
ど
の
批
判
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
追
遥
の
発
言
が
勢
い
強
い
調
 
 

子
に
な
り
、
そ
の
た
め
、
遼
遠
に
と
っ
て
は
予
想
外
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
鴎
外
を
刺
激
し
、
そ
の
結
果
、
こ
の
論
争
が
起
こ
っ
た
と
も
言
え
 
 

る
。
換
言
す
れ
ば
、
結
果
的
に
で
は
あ
る
が
、
緑
雨
ら
こ
そ
が
、
こ
の
論
争
の
仕
掛
人
な
の
で
あ
る
。
 
 

（
1
）
 
汝
の
機
を
悟
り
策
を
立
つ
る
こ
と
を
得
る
に
至
る
は
…
：
劇
薬
な
ら
ざ
る
た
め
な
り
、
持
韮
た
る
た
め
な
り
と
・
「
我
れ
に
あ
ら
ず
し
て
汝
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れ
ば
な
り
。
没
理
想
の
何
物
な
る
か
は
シ
ュ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
脚
本
評
註
の
緒
言
に
見
え
た
り
。
そ
の
言
に
い
は
く
。
造
化
ほ
無
心
な
り
。
 
 

自
然
は
善
悪
の
い
づ
れ
に
も
偏
り
た
り
と
は
見
え
ず
。
固
よ
り
意
地
悪
き
継
母
の
如
き
も
の
と
も
見
え
ね
ば
、
慈
母
と
も
見
え
ず
。
 
 

さ
る
に
数
奇
失
意
の
人
ほ
造
化
を
怨
み
、
自
然
を
憤
り
て
、
此
世
を
領
土
と
罵
り
、
世
界
と
硝
る
な
り
。
さ
て
亦
得
意
の
人
は
こ
れ
 
 

に
反
し
て
造
化
を
情
深
き
慈
母
の
や
う
に
お
も
ひ
て
、
此
世
を
楽
園
と
お
も
へ
り
。
必
寛
人
々
の
患
供
し
次
第
に
て
、
昔
と
も
楽
と
 
 

も
見
ら
る
ゝ
が
自
然
の
本
相
な
り
。
此
故
に
道
化
の
作
用
を
解
釈
す
る
に
、
彼
宿
命
教
の
旨
を
以
て
す
る
も
解
し
得
べ
く
、
文
部
蘇
 
 

教
の
旨
を
以
て
す
る
も
廃
し
得
べ
し
。
其
他
老
、
荘
、
楊
、
墨
、
儒
、
仏
若
し
く
は
古
今
東
西
の
哲
学
者
が
お
も
ひ
く
の
見
解
も
、
 
 

こ
れ
を
造
化
に
あ
て
は
め
て
、
強
ち
当
ら
ぎ
る
に
あ
ら
ず
、
否
、
造
化
と
い
ふ
も
の
は
、
此
等
無
数
の
解
釈
な
悉
く
容
れ
て
も
余
あ
 
 

る
な
り
。
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
浮
屠
氏
は
聞
き
て
寂
滅
為
楽
の
響
な
り
と
い
ふ
べ
き
が
、
待
宵
に
は
情
人
が
何
と
聞
く
ら
む
。
沙
 
 
 

に
あ
り
」
に
「
我
が
「
時
文
評
論
」
ほ
劇
薬
に
は
あ
ら
ず
、
持
薬
な
り
、
其
の
効
能
の
徐
々
た
る
べ
き
は
、
そ
が
持
前
の
自
然
な
り
。
」
と
 
 

あ
る
。
 
 

、
・
■
 
 
 

時
文
評
論
を
読
む
人
は
、
い
づ
れ
の
処
よ
り
か
此
大
帰
納
力
を
得
来
た
る
べ
き
。
い
は
く
心
中
没
理
想
こ
れ
な
り
。
時
文
評
論
を
 
（
2
）
 
 

書
く
人
は
、
い
づ
れ
の
処
よ
り
か
莫
大
記
実
力
を
得
来
る
べ
き
。
い
は
く
常
識
こ
れ
な
り
、
常
見
こ
れ
な
り
。
 
 

（
1
）
 
時
文
評
論
を
読
む
人
は
…
：
▲
い
は
く
心
中
没
理
想
こ
れ
な
り
・
「
我
れ
に
あ
ら
ず
し
て
故
に
あ
り
」
に
「
時
文
評
論
」
の
第
何
編
に
、
明
治
 
 

文
学
大
帰
一
、
大
調
和
の
策
あ
る
ぞ
と
間
ふ
こ
と
勿
れ
。
其
の
大
帰
一
の
無
上
の
良
策
は
、
我
が
文
章
の
上
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
汝
が
没
理
 
 

想
の
心
中
に
こ
そ
あ
る
べ
け
れ
。
」
と
あ
る
。
 
 

常
識
、
常
見
の
何
物
な
る
か
は
、
よ
く
も
知
ら
ず
。
避
造
子
は
た
ゞ
 
「
コ
ン
モ
ン
、
セ
ン
ス
J
と
い
ふ
一
英
語
を
示
し
1
の
み
な
 
 

い
は
く
常
識
こ
九
な
り
、
常
見
こ
れ
な
り
・
「
載
れ
に
あ
ら
ず
し
て
故
に
あ
り
」
に
「
常
識
（
注
 
コ
ン
モ
ン
セ
ン
ス
の
ル
ビ
あ
り
。
）
無
き
 
 

小
理
想
家
の
多
き
ほ
ど
厄
介
な
る
も
の
は
無
し
ご
、
「
み
づ
か
ら
は
欝
々
と
し
て
現
実
の
報
道
を
旨
と
し
、
偏
へ
に
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
 
 

の
着
実
な
る
常
見
を
断
と
な
す
べ
し
。
」
と
あ
る
。
 
 

60  
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お
も
は
る
べ
し
。
近
松
も
没
理
想
な
り
。
彼
も
境
遇
次
第
に
て
は
、
た
と
ひ
シ
ュ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
に
は
及
ば
ず
と
す
る
も
、
我
国
の
浄
 
 

瑠
璃
作
者
に
て
終
ら
む
よ
り
は
適
に
優
り
た
る
位
地
に
上
り
ぬ
ら
む
。
「
キ
ソ
グ
、
リ
ヤ
ア
」
 
の
悲
劇
は
馬
琴
の
作
に
似
て
勧
懲
の
 
 

旨
意
い
と
書
く
見
え
た
れ
ど
も
、
作
者
み
づ
か
ら
が
評
論
の
詞
、
絶
え
て
篇
中
に
な
き
ゆ
ゑ
、
見
る
も
の
1
理
想
次
第
に
て
強
ち
勧
 
 

（
5
）
 
 

懲
の
作
と
も
見
傲
す
を
要
せ
ず
、
別
に
解
釈
を
加
ふ
る
こ
と
自
在
な
り
。
然
る
に
曲
亭
の
作
を
見
れ
ば
、
例
へ
ば
墓
六
夫
婦
の
性
格
 
 
 

ス
ビ
イ
ヤ
を
取
り
、
体
に
は
「
ド
ラ
マ
」
を
取
る
。
シ
ュ
ク
ス
ビ
イ
ヤ
が
バ
イ
ロ
ン
、
ス
ヰ
フ
ト
よ
り
大
な
る
は
彼
は
理
想
な
く
、
 
 

此
ほ
お
の
が
理
想
を
あ
ら
ほ
せ
ば
な
り
。
「
ド
ラ
マ
」
の
小
説
よ
り
全
き
は
、
彼
は
理
想
な
く
、
此
は
作
者
の
理
想
を
含
み
た
れ
ば
 
 

な
り
。
作
者
能
く
理
想
無
き
に
至
る
と
き
は
、
人
に
神
の
如
く
に
も
お
も
は
れ
、
聖
人
の
如
く
に
も
お
も
は
れ
、
至
人
の
如
く
に
も
 
 

羅
双
樹
の
花
の
色
、
厭
世
の
目
に
ほ
諸
行
無
常
の
形
と
も
見
ゆ
ら
む
が
、
愁
を
知
ら
ぬ
乙
女
は
何
さ
ま
に
挑
む
ら
む
。
要
す
る
に
造
 
 

化
の
本
意
は
人
未
だ
こ
れ
を
得
知
ら
ず
、
只
お
の
れ
に
愁
の
心
あ
り
て
秋
の
京
を
知
り
、
前
に
其
心
楽
し
く
し
て
春
の
花
鳥
を
楽
し
 
 

と
見
る
の
み
と
。
 
 

（
1
）
 
常
識
、
常
見
の
何
物
な
る
か
は
よ
く
も
知
ら
ず
。
遥
遺
子
は
た
だ
「
コ
ン
モ
ン
、
セ
ン
ス
」
と
い
ふ
一
美
語
を
示
し
1
の
み
な
れ
ば
な
り
・
 
 

前
の
注
に
も
触
九
た
が
、
「
我
れ
に
あ
ら
す
し
て
故
に
あ
り
」
に
お
い
て
「
コ
ン
キ
ン
セ
ン
ス
」
ほ
「
常
識
」
の
ル
ビ
と
し
て
唐
突
に
現
わ
 
 

れ
、
常
見
も
「
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
著
実
な
る
」
と
い
う
修
飾
を
と
も
な
っ
て
語
ら
れ
る
だ
け
で
、
詳
し
い
説
明
は
な
い
。
し
た
が
っ
 
 

て
、
鴎
外
の
言
い
分
も
一
見
も
っ
と
も
で
は
あ
る
が
、
鴎
外
が
こ
れ
ら
を
本
当
に
知
ら
な
か
っ
た
訳
が
な
く
、
良
く
言
え
ば
、
遁
追
白
身
の
 
 

言
葉
で
の
説
明
を
求
め
て
い
る
と
い
え
る
し
、
悪
く
言
え
ば
、
揚
げ
足
を
と
つ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ド
イ
ツ
風
の
理
想
 
 

主
義
的
批
評
を
主
張
す
る
鴎
外
が
、
「
ア
ン
ダ
P
・
サ
ク
ソ
ン
の
常
見
」
や
「
コ
ン
モ
ン
・
セ
ン
ス
」
を
、
何
の
梼
躇
も
な
く
前
面
に
押
し
 
 

出
す
迫
造
の
態
度
に
、
穏
や
か
な
ら
ぎ
る
気
持
ち
を
懐
い
た
と
し
て
も
無
理
は
な
い
。
 
 

（
2
）
 
以
下
は
、
「
シ
エ
ク
ス
ビ
ヤ
脚
本
評
註
緒
言
」
 
第
五
形
式
段
落
冒
頭
部
分
の
要
約
で
あ
る
。
前
稿
（
「
没
理
想
論
争
注
釈
稿
（
一
）
」
（
『
文
芸
 
 

言
語
研
究
 
文
芸
扇
』
2
1
、
筑
波
大
学
文
芸
二
言
語
学
系
、
一
九
九
二
年
ご
一
月
）
2
4
～
3
4
貫
参
照
。
 
 
 

（
1
）
 
 
 

造
化
す
で
に
没
理
想
な
り
。
造
化
に
似
た
る
没
理
想
の
詩
を
作
る
も
の
は
大
詩
人
な
る
べ
し
。
こ
ゝ
に
於
い
て
や
人
に
は
ヨ
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の
如
き
、
頗
る
自
然
に
似
て
活
動
し
た
れ
ど
も
、
作
者
叙
事
の
間
に
て
明
に
勧
懲
の
旨
な
り
と
い
へ
れ
ば
、
人
も
亦
こ
れ
を
没
理
想
 
 

■
∴
 
 

と
評
す
る
こ
と
は
能
は
ず
と
。
 
 
 

（
1
）
 
造
化
す
で
に
没
理
想
な
り
‥
以
下
本
形
式
段
落
宋
ま
で
も
「
シ
ュ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
脚
本
許
諾
緒
言
」
第
五
形
式
段
落
の
要
約
。
 
 

（
2
）
 
体
に
は
「
ド
ラ
マ
」
を
取
る
・
「
シ
ュ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
脚
本
評
註
緒
言
」
に
「
恐
ら
く
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
と
錐
も
、
若
し
散
文
に
て
悲
劇
を
 
 

綴
ら
は
、
悉
し
く
い
へ
ば
、
小
説
の
体
に
て
綴
り
し
な
ら
ば
、
幾
段
か
値
段
を
下
し
1
な
る
べ
し
。
」
と
あ
る
。
 
 

（
3
）
 
パ
イ
ロ
ン
、
ス
ヰ
フ
ト
・
パ
イ
ロ
ン
は
「
理
想
」
を
主
と
す
る
「
叙
情
詩
人
」
と
さ
れ
（
前
橋
参
照
）
、
ス
ヰ
フ
ト
は
諷
刺
で
名
高
い
。
 
 

（
4
）
 
作
者
能
く
理
想
無
き
に
至
る
と
き
は
、
人
に
神
の
如
く
に
も
お
も
は
れ
、
聖
人
の
如
く
に
も
お
も
は
れ
、
至
人
の
如
く
に
も
お
も
は
る
ベ
L
 
 

・
二
葉
亭
や
嵯
峨
の
邑
と
共
通
の
見
解
。
前
稿
参
照
。
 
 
 

（
1
）
 
 
 

夫
れ
造
化
既
に
没
理
想
禿
り
、
作
者
と
詩
と
皆
没
理
想
に
な
り
た
れ
ば
、
邁
進
子
が
投
理
想
の
時
文
評
論
を
作
れ
る
も
宜
な
り
。
 
 

世
の
批
評
家
は
お
ほ
し
と
い
へ
ど
、
遥
遠
子
が
こ
た
び
の
大
議
論
を
聞
き
て
は
、
皆
口
を
つ
ぐ
ん
で
物
言
は
ず
。
偶
々
物
言
ふ
人
あ
 
 

＝
■
、
 
 

り
と
い
へ
ど
も
、
唯
賞
讃
の
こ
と
葉
を
重
ね
て
、
真
価
を
搾
ら
む
と
す
る
に
至
ら
ず
。
（
青
年
文
学
第
一
の
成
語
）
平
生
批
評
を
専
 
 

に
せ
ざ
る
人
々
の
中
に
は
、
多
少
こ
れ
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
る
人
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
大
抵
片
言
隻
句
に
し
て
、
人
の
心
を
あ
 
 

か
し
む
る
に
由
な
し
。
お
の
れ
も
大
同
小
異
の
見
を
懐
い
た
れ
ば
、
自
然
、
没
理
想
の
論
に
少
な
か
ら
ぬ
同
意
を
表
し
た
し
と
い
ふ
 
 

ー
 
ほ
美
砂
斎
な
り
。
（
国
民
新
聞
）
読
者
の
没
理
想
を
た
の
み
て
、
時
文
評
論
を
評
論
な
ら
ぬ
評
論
と
な
し
、
記
実
と
な
す
と
聴
き
て
、
 
 

こ
れ
に
服
し
た
る
は
漣
山
人
な
り
。
（
読
売
新
聞
）
 
シ
ュ
ク
ス
ビ
イ
ヤ
を
没
理
想
と
す
る
論
、
若
し
道
造
子
が
独
造
の
見
な
ら
ば
、
 
 
 

5  

「
キ
ン
グ
、
リ
ヤ
ア
」
の
悲
劇
は
…
＝
別
に
解
釈
を
加
ふ
る
こ
と
自
在
な
り
・
戯
曲
の
体
裁
は
、
作
者
が
登
場
人
物
に
対
し
て
、
評
価
な
し
 
 

な
い
の
で
、
読
者
の
解
釈
は
自
由
と
な
る
、
と
の
遭
遇
の
主
張
だ
が
、
こ
れ
で
は
戯
曲
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
他
の
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
に
対
し
 
 

て
優
越
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
鴎
外
ほ
こ
こ
に
抵
抗
を
覚
え
た
。
 
 

然
る
に
曲
亭
の
作
を
見
れ
ば
…
…
こ
れ
を
没
理
想
と
許
す
る
こ
と
能
は
ず
と
・
小
説
と
い
う
形
式
で
は
、
作
者
が
登
場
人
物
に
対
す
る
評
価
 
 

を
し
が
ち
だ
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
の
受
取
り
方
が
決
ま
っ
て
来
る
、
と
の
遭
遇
の
考
え
。
こ
れ
も
、
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
に
優
劣
を
つ
 
 

け
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
鴎
外
は
反
発
し
た
も
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撫
象
子
の
い
は
く
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
理
想
は
い
と
大
き
や
か
な
り
し
を
見
て
、
没
理
想
な
り
と
い
ふ
は
誤
な
り
。
当
可
¶
列
 
 

（
6
）
 
 

丸
甘
引
は
予
言
者
な
り
き
。
予
言
者
と
は
大
理
想
家
を
い
ふ
な
り
と
。
（
女
学
雑
誌
第
二
九
〇
号
）
こ
れ
を
一
人
の
難
者
と
す
。
 
 

不
知
庵
主
人
の
い
は
く
。
没
理
想
は
極
め
て
好
文
字
な
り
。
然
れ
ど
も
春
の
屋
は
没
理
想
と
い
ふ
理
想
を
立
て
た
る
な
り
。
走
れ
或
 
 

（
7
）
 
 

は
真
理
に
近
か
ら
む
か
は
知
ら
ね
ど
、
わ
れ
未
だ
遽
に
同
意
す
る
こ
と
を
得
ず
と
。
（
国
民
新
聞
）
 
こ
れ
を
一
人
の
蜘
願
書
と
す
。
 
 

実
を
記
し
て
評
論
に
代
ふ
る
道
連
子
が
趣
意
に
漣
山
人
の
服
せ
し
を
、
特
書
し
て
表
し
い
だ
し
ゝ
正
直
正
太
夫
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
 
 

（
8
）
 
 

（
国
会
）
 
こ
れ
を
一
人
の
傍
観
者
と
す
。
 
 

（
1
）
 
夫
れ
造
化
既
に
没
理
想
な
＝
r
：
＝
：
遭
遇
が
没
理
想
の
時
文
評
論
を
作
れ
る
も
宜
な
い
ソ
▲
造
化
が
没
理
想
で
あ
っ
た
な
ら
、
詩
人
は
こ
の
「
没
 
 

理
想
」
を
悟
る
こ
と
で
、
「
没
理
想
」
の
作
品
を
作
ら
な
け
れ
は
な
ら
な
い
訳
だ
か
ら
、
批
評
家
も
「
没
理
想
」
の
立
場
で
批
評
し
な
け
れ
 
 

ば
な
ら
な
い
と
い
う
追
造
の
論
理
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
大
前
提
で
あ
る
造
化
無
理
想
を
論
駁
し
よ
う
と
す
る
鴎
外
の
布
石
を
見
る
こ
と
が
 
 

で
き
よ
う
。
 
 

（
2
）
～
（
8
）
 
青
年
文
学
第
一
の
成
語
～
国
会
丁
（
2
）
以
下
（
8
）
ま
で
、
三
好
行
雄
注
釈
『
近
代
文
学
注
釈
大
系
 
森
鴎
外
』
（
有
精
堂
、
昭
和
 
 

四
一
年
）
の
注
、
補
注
参
照
。
な
お
、
三
好
行
雄
注
釈
『
近
代
文
学
大
系
 
森
鴎
外
集
Ⅰ
』
（
角
川
書
店
、
昭
和
四
九
年
）
 
に
も
同
様
の
注
 
 

釈
が
あ
る
。
 
 

（
以
下
次
号
）
 
 

（
付
記
）
 
本
稿
を
草
す
に
あ
た
っ
て
は
、
「
鴎
外
全
集
」
（
岩
波
書
店
）
、
「
邁
造
選
集
」
（
遣
造
協
会
）
を
底
本
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
初
出
を
参
照
 
 

し
た
。
 
 
 

、
、
、
 
 

こ
れ
を
欧
文
に
訳
し
て
欧
人
に
見
せ
ま
ほ
し
と
い
ふ
は
抱
一
席
主
人
な
り
。
（
報
知
新
聞
）
 
こ
の
三
人
は
お
も
な
る
讃
者
な
る
べ
し
。
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